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問
題
が
発
生
し
た
場
合
、
そ
れ
を
補
完
す
る
組
織
や

場
所
は
本
庁
の
近
辺
と
い
う
事
例
が
多
い
。
今
後
、

自
治
体
は
行
政
領
域
を
越
え
、
近
隣
の
自
治
体
の
中

に
本
部
を
置
く
こ
と
も
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
不
測

事
態
の
発
生
に
備
え
る
に
は
、
従
来
の
行
政
領
域
を

無
視
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
非
常
時
に
は
他
の

自
治
体
に
対
策
本
部
を
設
置
す
る
こ
と
も
で
き
る
、

そ
の
こ
と
を
近
地
支
援
協
定
の
中
に
明
記
す
る
必
要

が
あ
る
。

　

も
う
一
つ
、
多
数
の
自
治
体
が
業
務
継
続
計
画

（
Ｂ
Ｃ
Ｐ
）の
重
要
性
を
認
識
し
、
そ
れ
を
制
度
化
す

る
と
こ
ろ
が
増
え
た
。
と
こ
ろ
が
、
中
に
は
Ｂ
Ｃ
Ｐ

の
作
成
を
外
部
に
委
託
す
る
と
こ
ろ
も
出
て
き
た
。

他
力
本
願
の
計
画
は
、
非
常
時
に
は
稼
働
し
な
い
。

職
員
の
数
が
限
ら
れ
て
い
る
。
危
機
管
理
に
関
す
る

課
題
に
人
手
を
割
け
な
い
こ
と
も
分
か
る
。
し
か

し
、
外
部
委
託
を
重
ね
る
限
り
、
業
務
継
続
計
画
は

職
員
の
血
に
な
り
肉
に
は
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
言
え

ば
、
自
力
で
業
務
継
続
計
画
を
策
定
し
た
と
し
て
、

問
題
は
そ
れ
で
終
わ
り
で
は
な
い
。
計
画
を
実
践
す

る
訓
練
を
重
ね
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
現
状
で
は

計
画
を
作
る
こ
と
が
、
目
的
に
な
っ
て
い
る
事
例
も

多
い
。
図
上
訓
練
な
ど
計
画
を
実
践
に
移
す
試
み
が

必
要
と
さ
れ
る
。

要
援
護
者
対
策
の
再
検
討

　

危
機
が
発
生
し
た
際
、
援
護
を
必
要
と
す
る
人
び

と
に
ど
の
よ
う
な
対
策
を
と
る
か
、
こ
れ
は
自
治
体

に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で

自
治
体
が
検
討
し
て
き
た
危
機
管
理
対
応
で
は
、
女

性
や
高
齢
者
、
そ
れ
に
身
障
者
の
視
点
が
十
分
で
な

か
っ
た
。
と
り
わ
け
女
性
に
つ
い
て
は
、
そ
う
で
あ

る
。
多
数
の
被
災
者
が
集
ま
る
避
難
所
で
、
若
い
女

性
が
衣
服
の
着
替
え
を
す
る
こ
と
は
、
は
ば
か
ら
れ

る
。
子
ど
も
が
泣
き
は
じ
め
る
と
、
時
に
は
寒
風
の

中
、
避
難
所
の
外
に
出
て
乳
児
を
寝
か
し
つ
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
母
親
も
出
る
。
今
回
の
大
震
災
で
は
、

こ
う
し
た
ケ
ー
ス
が
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
。
高
齢
者

や
身
障
者
に
つ
い
て
も
同
様
の
問
題
が
残
る
。
要
援

護
者
の
間
で
は
、
窮
屈
な
避
難
所
で
隣
に
い
る
人
び

と
へ
の
配
慮
な
ど
に
神
経
を
遣
う
こ
と
も
多
い
。

　

こ
の
先
、
自
治
体
は
乳
幼
児
を
抱
え
る
家
庭
や
高

齢
者
、
さ
ら
に
は
、
身
障
者
の
人
び
と
の
避
難
に
つ

い
て
、
要
援
護
者
が
抱
え
る
問
題
に
こ
れ
ま
で
以
上

に
耳
を
傾
け
、
対
応
策
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
が
必
要

だ
と
考
え
ら
れ
る
。
衣
服
を
着
替
え
る
場
所
を
特
設

す
る
こ
と
、
高
齢
者
や
身
障
者
の
人
び
と
だ
け
の
空

間
を
用
意
す
る
こ
と
な
ど
、
今
後
、
検
討
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
課
題
は
多
い
。
自
治
体
は
こ
の
先
、
要

援
護
者
を
メ
ン
バ
ー
に
く
わ
え
危
機
管
理
対
策
の
再

チ
ェ
ッ
ク
を
進
め
る
べ
き
で
あ
る
。

　

ま
た
、
援
護
を
必
要
と
す
る
も
う
一
つ
別
の
グ
ル
ー

プ
は
、
外
国
人
で
あ
る
。
発
災
時
に
外
国
人
に
ど
う

対
応
す
る
か
に
関
し
て
、
既
に
取
り
組
み
を
進
め
て
い

る
自
治
体
も
多
い
。
外
国
人
の
場
合
、
少
し
で
も
日

本
語
が
理
解
で
き
る
か
ど
う
か
で
、
対
応
策
の
感
度

は
大
き
く
異
な
る
。
こ
と
に
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
危

機
に
際
し
て
自
治
体
は
、
分
か
り
や
す
い
簡
潔
な
日

本
語
で
注
意
を
促
す
こ
と
を
心
掛
け
る
必
要
が
あ
る
。

　

数
年
前
の
こ
と
に
な
る
、
東
京
の
あ
る
電
鉄
会
社

は
電
車
が
出
発
す
る
際
、
車
掌
が
「
ド
ア
を
閉
め
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
」
と
い
う
陳
腐
な
ア
ナ
ウ
ン
ス

を
続
け
て
き
た
。
会
社
に
す
れ
ば
、
表
現
を
受
け
身

に
す
る
と
、
丁
寧
に
な
る
と
思
い
込
ん
で
き
た
筋
が

見
え
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
誤
り
で
あ
る
。
乗
客
に

危
険
の
注
意
喚
起
を
促
す
表
現
は
、
直
接
的
で
簡

潔
、
そ
れ
に
明
解
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
ド
ア
が

閉
ま
り
ま
す
」「
ド
ア
を
閉
め
ま
す
」
な
ど
、
能
動
型

の
ア
ナ
ウ
ン
ス
が
な
ぜ
出
来
な
い
の
か
、
不
思
議
に

さ
え
思
っ
た
。
批
判
を
受
け
た
会
社
は
、
そ
の
後
、

表
現
を
改
め
今
で
は
、
よ
り
分
か
り
や
す
い
表
現
を

用
い
て
乗
客
に
注
意
を
促
し
て
い
る
。
自
治
体
が
外

国
人
に
危
機
へ
の
注
意
を
促
す
際
に
も
、
日
本
語
、

場
合
に
よ
っ
て
は
英
語
な
ど
の
言
語
に
な
る
が
、
伝

達
の
ツ
ー
ル
と
し
て
の
表
現
は
、
な
に
よ
り
も
明
解
、

そ
れ
に
簡
潔
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
点

は
、
日
本
人
に
対
し
て
も
変
わ
る
こ
と
は
な
い
。

遅
れ
る
復
興
と
被
災
者
の
不
安

　

大
震
災
か
ら
既
に
２
年
近
い
歳
月
が
経
過
し
た
。

残
念
な
が
ら
、
被
災
地
の
復
興
は
遅
々
と
し
て
進
ま

な
い
。
仕
事
に
就
け
な
い
被
災
者
。
仮
設
住
宅
で
の

生
活
を
強
い
ら
れ
る
避
難
者
。
震
災
以
前
の
生
活
に

も
ど
る
目め

ど途
も
立
た
な
い
避
難
民
。
復
興
の
遅
れ
に

反
比
例
す
る
か
の
よ
う
に
、
被
災
者
の
間
で
生
活
設

計
に
関
す
る
不
安
は
広
が
っ
て
い
る
。
こ
の
点
は
、

各
種
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
が
明
ら
か
に
す
る
と
お
り

で
あ
る
。

　

岩
手
県
は
２
０
１
２
年
10
月
〜
11
月
に
か
け
、
県

外
に
移
っ
た
被
災
者
、
県
内
で
内
陸
部
に
移
住
し
た

住
民
の
２
つ
の
グ
ル
ー
プ
を
対
象
に
調
査
を
実
施
し

て
い
る
（
県
外
お
よ
び
内
陸
地
区
へ
移
動
し
て
い
る

被
災
者
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
）。
そ
の
中
で
、
県

外
に
避
難
し
た
住
民
に
今
後
に
つ
い
て
尋
ね
て
い
る

が
、
現
在
の
場
所
に
定
住
す
る
が
33
・
９
％
、
震
災

以
前
に
住
ん
で
い
た
居
住
地
に
も
ど
り
た
い
と
答
え

た
人
は
32
・
３
％
で
あ
る
。
岩
手
県
の
内
陸
部
に

移
っ
た
住
民
の
中
で
は
、
33
・
５
％
が
現
在
地
に
引

き
続
き
住
む
こ
と
を
選
択
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
、

29
・
９
％
が
元
の
住
所
に
も
ど
る
意
思
を
表
し
て
い

る
。
た
だ
、
も
ど
り
た
い
が
時
期
は
決
め
て
い
な
い

と
い
う
回
答
も
多
い
（
県
外
23
・
６
％
、
内
陸
地
区

31
・
７
％
）。
住
宅
を
再
建
す
る
目
途
が
立
た
な
い

こ
と
や
、
復
興
が
遅
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
、
そ
の

理
由
で
あ
る
。

　

山
形
県
が
２
０
１
１
年
10
月
に
実
施
し
た
調
査

（
東
日
本
大
震
災
避
難
者
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
集
計
結

果
）
は
、
被
災
自
治
体
か
ら
山
形
県
内
に
避
難
し
た

人
び
と
を
対
象
に
し
て
い
る
。
山
形
県
に
避
難
し
た

被
災
者
に
現
在
の
悩
み
ご
と
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
お

カ
ネ
や
健
康
、
そ
れ
に
仕
事
や
子
ど
も
の
教
育
な
ど

に
つ
い
て
心
配
す
る
被
災
者
が
多
い
と
い
う
結
果
に

な
っ
た
。
中
に
は
、
不
眠
に
悩
む
、
イ
ラ
イ
ラ
が
募

る
な
ど
の
問
題
を
挙
げ
た
回
答
も
多
数
に
及
ん
だ
。

平
和
な
生
活
が
、
一
瞬
に
し
て
暗
転
し
た
。
被
災
者

の
焦
燥
感
や
不
安
感
は
、
被
災
地
で
な
い
地
域
に
住

む
人
び
と
に
は
、
そ
れ
こ
そ
想
像
も
で
き
な
い
。
深

刻
な
状
況
に
あ
る
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
る
。
新
政

権
が
被
災
地
の
復
興
に
一
層
の
努
力
を
重
ね
る
こ
と

が
望
ま
れ
て
な
ら
な
い
。

防
災
計
画
の
見
直
し
と
課
題

　

復
興
の
ス
ピ
ー
ド
が
遅
い
の
に
比
べ
、
各
地
の
自

治
体
は
最
近
、
地
域
防
災
計
画
を
は
じ
め
、
こ
れ
ま

で
の
危
機
管
理
対
策
を
見
直
す
作
業
を
急
ピ
ッ
チ
で

進
め
て
い
る
。
東
南
海
地
震
を
は
じ
め
、
日
本
の
各

地
で
大
き
な
災
害
が
発
生
す
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る

に
及
ん
で
、
対
応
策
の
再
検
討
に
加
速
度
が
つ
い
て

き
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
問
題
も
残
る
。

一
つ
は
、
対
策
本
部
の
設
営
に
関
係
し
て
い
る
。
こ

れ
ま
で
多
数
の
自
治
体
は
、
地
域
防
災
計
画
の
中
で

不
測
事
態
の
発
生
と
同
時
に
対
策
本
部
を
設
営
す
る

こ
と
を
決
め
て
い
る
。
最
近
は
、
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
の

た
め
に
市
庁
舎
の
他
、
消
防
本
部
な
ど
を
危
機
対
応

の
中
心
機
関
に
想
定
す
る
と
こ
ろ
も
多
い
。

　

た
だ
、
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
に
想
定
さ
れ
て
い
る
場
所

や
施
設
の
距
離
に
課
題
が
残
る
。
現
状
で
は
本
庁
に

防
災
計
画
の
見
直
し
と
要
援
護
者
へ
の
対
応
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